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仏
教
と
時
間
論

-

大
森
荘
蔵
の
時
間
論
を
手
が
か
り
に
ー

中

島

志

郎

仏
教
が
時
間
を
説
く
に
、
時
に
別
体
無
し
と
し
て
法
の
起
滅
に
即
し
て
理
解
す
る
に
留
ま
り
、
時
間
自
体
を
必
ず

し
も
考
察

の
中
心
課

題
と

し
な
か

っ
た

の
に
比
し
て
、
西
洋
思
想
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『自
然
学
』
第
四
の
先
駆
的
な
洞
察
以
降
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
絶
対
時

間
、

近
代
の
相
対
性
理
論
に
至
る
ま
で
時
間
は
哲
学
、
自
然
科
学
の
基
礎
概
念
と
し
て
長

い
思
惟
の
蓄
積
を
有
す
。
仏
教
の
時
間
理
解
の

特
徴

を
、
時
間
論

の
内
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
に
当
た

っ
て
、
い
く

つ
も
の
問
題
局
面
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
点
時
刻
や
瞬
間

と
時

間
経
過
と
言
う
概
念
を
め
ぐ

っ
て
時
間
論
と
し
て
の
問
題
点
を
概
観
し
、
仏
教
の
論
理
と
の
接
点
を
探

っ
て
み
た
い
。
後
論
と
の
関

係
か
ら
、
問
題
を
端
的
に
い
わ
ゆ
る
ゼ

ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
絞

っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
時
間
理
解
を
中
心
に
、
更

に
大
森
荘
蔵
の
所
説
を
援
用
し
て
、
そ
の
解
決
の
変
遷
を
手
が
か
り
に
仏
教

の
時
間
論
の
問
題
点
を
考
え
て
見
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

西
洋

哲
学
の
時
間
論

の
理
解
の
為
に
は
、
近
代
に
限

っ
て
も
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
、

フ
ッ
サ
ー

ル
、

ハ
イ
デ
ガ
i
、
あ
る
い
は
フ
ロ
イ

ト
ま

で
含
め
て
最
低
限
、
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
は
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
留
る
。

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
あ

っ
て
時
間
の
問
題
は

『自
然
学
』
第
四
巻
十
章
か
ら
十
四
章
に
於
い
て
主
題
と
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
端
的
に
ゼ



47仏 教 と時間論 一 大森 荘蔵 の時間論 を手がか りに 一

ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク

ス
を
手
が
か
り
に
問
題
を
立
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
て
そ
の
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
四
つ
の
運

動
論
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『自
然
学
』
第
六
巻
第
九
章

(以
下
引
用
は
岩
波
版
全
集
巻
3
、
数
字
は
頁
を
指
す
)
に

依
る
と
ゼ

ノ
ン
の
四
つ
の
運
動
論
と
は
、
第

一
に
二
分
割
論
。
第

二
に
ア
キ
レ
ス
論
、
第
三
に
飛
矢
論
、
第
四
に
競
走
場
論
と
称
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
内
で
も
、
第
三
飛
矢
論
の

「ど
ん
な
も
の
も
そ
れ
自
身
と
等
し
い
場
所
を
占
め
る
と
き
に
は
常
に
静

止
し
て
い
る
の
で
あ

　

る
が
、
飛
ぶ
矢
は
、
今
に
お
い
て
、
常
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
飛
ぶ
矢
は
不
動
で
あ
る
」
つ
ま
り
、
「運
動
体

は
常
に
瞬
間
に
は
か

く
あ

る
な
ら
ば
、
飛
ん
で
い
る
矢
は
運
動
し
て

(飛
ん
で
)
い
な

い
こ
と
に
な
る
」
「す
な
わ
ち
飛
ん
で
い
る
矢
は
止
ま

っ
て
い
る
」
と
い

　

う
パ

ラ
ド
ク
ス
を
例
に
し
た
い
。

〈ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
〉

エ
レ
ア
派

(ゼ

ノ
ン
)
批
判

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は

『自
然
学
』
第
六
巻
第
九
章
に
於

い
て
、
「移
動
す
る
矢
は
動
か
な

い
」
と
言
う
ゼ
ノ
ン
に
対

し
て
、

時
間
は
、
他
の
ど
ん
な
大
き
さ
も
不
可
分
割
的
な
も
の
ど
も
か
ら
成
る
の
で
は
な

い
よ
う
に
、
不
可
分
割
的
な
今

か
ら
成
る
の
で
は
な

い
。

(852
)

(中
略
)
第
三
の
議
論
は
、
今
し
が
た
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
移
動
す
る
矢
は
停
止
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
議
論

は
、
時
間
が
今
か
ら
成
る
と
仮
定
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
仮
定
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
推
論
は
成
り
立
た

な
い
で
あ
ろ
う
。

(952
)
と
言
う
。

『自
然
学
』
四
巻
第
十

一
章
で
は
、

「今
」
は
時
間

の
い
か
な
る
部
分
で
も
な
く
、
ま
た
運
動
の
区
切
り
は
運
動
の
い
か
な
る
部
分
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
点

が
線

の
い
か
な
る
部
分
で
も
な

い
よ
う
に
。
け
だ
し
、

一
つ
の
線
の
部
分
は
二
つ
の
線

(線
分
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「今
」
は
、

或
る
限
界
で
あ
る
か
ぎ
り
、

「時
間
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
時
間
に
付
帯
す
る
も
の
で
あ
る

(瑠
)

更
に
、
『自
然
学
』
四
巻
第
十
四
章
で
も
、



仏教 と時間論 一 大森荘蔵の時 間論を手 がか りに 一48

だ

が
ま
た
、
検
討
に
価
す
る
の
は
、
い
っ
た

い
時
間
は
霊
魂

(b
ω団
oず
①
)
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
関
係
を
も

つ
の
か
、
…
だ
が
、
も
し

霊
魂

が
存
在
し
な
い
と
し
た
ら
、
果
た
し
て
時
間
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
、

こ
れ
が
疑
問
と
さ
れ
よ
う
。
…
も

し
霊
魂
ま
た
は
霊
魂
の
理
性
を
の
ぞ
い
て
は
、
他
の
な
に
も
の
も
、
本
性
上
数
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
霊
魂
が
存

在
し
な

い
か
ぎ
り
、
時
間
の
存
在
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
た
だ
時
間
の
基
体
た
る
も
の

(運
動
)

の
み
が

(時
間
な
し
に
)
存
在

可
能

で
あ
ろ
う
。
(681
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
う
し
て
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
斥
け
た
が
、
時
間
に
は
霊
魂

(精
神
)
の
問
題
が
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ

と
を

既
に
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
、
時
問
が

「前
と
後
に
関
し
て
の
運
動

の
数
で
あ
る
」
限
り
、
数
え
る
者
と
し
て
の
霊
魂

(窃
図
oげ
Φ
)
即

ち
心
、
精
神
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「運
動
と
時
間
と
は
互
い
に
他
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
る
も
の
」

(3
ー
妬
)

で
あ
り
、
運
動
に
よ

っ
て
時
間
を
、
時
間
に
よ

っ
て
運
動
を
測
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
た
が
、
こ
の
数
え
ら
れ
る
時
間

の

性
格
を
明
ら
か
に
し
、
批
判
し
た
の
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
あ

っ
た
。

〈ベ

ル
グ
ソ
ン
の
時
間
論
〉

純
粋
持
続
と
空
間
化
さ
れ
た
時
間

ベ

ル
グ
ソ
ン
の
時
間
理
解
は
、
周
知
の
如
く
内
的
な
真
実
の
持
続
と
物
理
的
時
間
と
の
間
の
本
質
的
な
相
違
を
指
摘
し
た
、
い
わ
ゆ
る

純
粋
持
続
と
空
間
化
さ
れ
た
時
間
と
言
う

二
つ
の
概
念
に
集
約
で
き
る
。
そ
の
内
、
あ
る
等
質
性
と
量
的
多
数
性
、
外
在
性
を
持

っ
た
線

分
時
間
、
物
理
的
時
間
、
普
通
に
使
用
さ
れ
る
意
味
で
の
時
間
が
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
。

つ
ま
り

「物

理
的
時
間
は
純
粋
持
続

ゆ

の
空
間

へ
の
投
射

で
、
空
間
的

ひ
ろ
が
り
に
よ

っ
て
の
み
測
量
可
能
と
な
る
」
の
に
対
し
、
も
う

一
方
の
純
粋
持
続

は
、
数
量
化
、
対
象

化
出
来
な

い
意
識
に
本
来
的
な

「真
実
の
持
続
」、
純
粋
な
持
続
と
し
て
の
時
間
と
言
う
意
味
で
あ
る
。

我

々
の
ベ
ル
グ
ソ
ン

へ
の
関
心
は
、
時
間

つ
い
て
の
、

こ
の
純
粋
持
続
と
空
間
化
さ
れ
た
時
間
と
言
う
二
つ
の
概

念
装
置
で
充
分
な
の

で
あ

る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
及
び
後
論
と
の
関
連
で
、
ゼ

ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に

つ
い
て
の
彼
の
見
解
を
見

て
お
こ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
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ン
に
と

っ
て
こ
の
ゼ

ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
の
格
闘
は
既
に

一
八
八
八
年
の

『時
間
と
自
由
ー
意
識
の
直
接
所
与
に

つ
い
て
の
試
論
』
以

来
、
そ
の
時
間
論
に
本
質
的
な
問
題
を
成
し
て
お
り
、
生
涯
に
わ
た

っ
て
随
所
で
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち

『時
間
と
自
由
』

に
於

い
て

「運
動
と
運
動
体
が
通
過
し
た
空
間
と
の
こ
の
よ
う
な
混
同
か
ら
」
(邦
訳
獅
頁
)
エ
レ
ア
派
の
誰
弁
は
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
と

言
う
に
始
ま
り
、
『創
造
的
進
化
』
に
於
い
て
は
、

運
動
は
継
起
的
諸
状
態
の
間
隙
に
す
べ
り
こ
む
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
諸
状
態
で
も

っ
て
変
化
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試

み
は
、
運
動
が
不
動
性
か
ら
で
き
て
い
る
と

い
う
不
条
理
な
命
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
次
の
よ
う
に
ゼ

ノ
ン
の
議
論
を
吟
味
す

る
。
…

「飛
ぶ
矢
が

一
瞬

一
瞬
止

っ
て
い
る
、
と
ゼ
ノ
ン
は
言
う
。
…
矢
が
い
つ
か
そ
の
軌
道

の

一
点
に
あ
り
う
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ

の
と
お
り
で
あ
る
。
…
し
か
し
矢
は
、
そ
の
軌
道
上

の
い
か
な
る
点
に
も
決
し
て
存
在
し
な

い
。
せ
い
ぜ

い
の
と
こ
ろ
、
矢
は
そ
の
点
を

通
過
す
る
と

い
う
意
味
で
、
ま
た
そ
の
点
に
止
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
点
に
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
矢
が
そ
の
点
で
止
ま
る
な
ら
、
矢
は
そ
こ
に
留
ま
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
我
々
が
関
わ
る
の
は
、
も
は
や
運
動
で
は
な

　

い
で
あ
ろ
う
。
…
そ
の
運
動
A
B
は
、
運
動
で
あ
り
う
る
か
ぎ
り
、
矢
を
射
る
弓
の
緊
張
と
同
様
、
単
純
で
分
解
不

可
能
で
あ
る
。

と
結
論
す
る
。
『物
質
と
記
憶
』
で
も
、

あ
ら
ゆ
る
運
動
は
、

一
つ
の
休
止
か
ら
も
う

一
つ
の
休
止

へ
の
移
行
で
あ
る
か
ぎ
り
、
絶
対
に
分
割
不
可
能
で
あ

る
。
…
私
の
視
覚
そ

の
も

の
も
、
A
か
ら
B

へ
の
運
動
を
分
割
不
能

の
全
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
私
の
視
覚
が
何
か
を
分
割
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ

は
通
過
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
た
線

で
あ

っ
て
、
線
を
通
過
す
る
運
動

で
は
な
い
。
…
こ
こ
で
錯
覚
を
起
こ
し
や
す
く
す
る
も
の
は
、

我
々
が
運
動
対
の
軌
跡
に
位
置
を
区
別
す
る
よ
う
に
、
持
続
の
流
れ
の
う
ち
に
瞬
間
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ

る
点
か
ら
他
の
点

へ

の
運
動
は
分
割
さ
れ
な

い

一
つ
の
全
体
を
形
づ
く

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
運
動
は
や
は
り
、
決
ま

っ
た
時
間
を

み
た
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
持
続
か
ら
分
割
さ
れ
え
な

い

一
瞬
を
孤
立
さ
せ
る
だ
け
で
、
運
動
体
が
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
に
あ
る
位
置
を

占
め
、
こ
う
し
て
他

　

の
あ
ら
ゆ
る
位
置
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
に
十
分
で
あ
る
。
だ
か
ら
運
動

の
分
割
不
可
能
性
は
瞬
間
の
不
可
能
性
を
含

ん
で
い
る
。
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と
執
拗
に
ゼ

ノ
ン

へ
の
反
駁
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
先
の
純
粋
持
続
と
空
間
化
さ
れ
た
時
間
と
言
う

二
つ
の
概
念
に
照
ら
せ
ば
、
純
粋

持
続
は
運
動
に
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
は
運
動
の
空
間
的
軌
跡
、

つ
ま
り
空
間
に
配
対
で
き
る
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
、
分
割
不
可
能
な
持
続

で
あ
る
運
動
と
運
動
の
軌
跡
で
あ
る
空
間
と
を
混
同
す
る
所
に
ゼ

ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
誰
弁
が
存
在
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
が
、

先

に
見
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
継
承
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

『
物
質
と
記
憶
』
は
、
更
に
時
間

の
本
質
を
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

時
間
の
本
質
は
そ
れ
が
経
過
す
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
経
過
し
去

っ
た
時
間
は
過
去
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
経
過
し
行

く

刹
那
を
現
在
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
刹
那
は
決
し
て
数
学
的
刹
那
で
は
な

い
。
も
と
よ
り
純
粋
に
概
念
的
に
過
去
と
未
来
を

分
離
す
る
不
可
分
的
限
界
と
し
て
考
え
ら
れ
た
想
念
上
の
現
在
は
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
具
体
的
な
生
き
た
現
在

、
(私
が
自
分
の
現
在

ゆ

知
覚
に

つ
い
て
語
る
と
き
に
意
味
す
る
所
の
も
の
)
こ
の
現
在
は
必
ず
あ
る
持
続
を
占
め
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
こ
で
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
現
在
と
し
て
の
刹
那
を
、
概
念
的
に
考
え
ら
れ
た
数
学
的
刹
那
と
弁
別
し
て
い
る
。
後
者
が
空
間
化
さ
れ

た
時
間
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
純
粋
持
続
を
本
来
的
時
間
と
見
な
す
観
点
か
ら
や
が
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
時
間
論
で
さ
え
誤
り
と
見
な
す
に
至
る
が
、
そ
の
卓
見
に
問
題
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

中
島
義
道
は
言
う
、

「ベ

ル
グ
ソ
ン
の
誤
り
は
、
(数
え
ら
れ
る
以
前
の
)
「純
粋
持
続
」
を
本
来
的
時
間
と
し
た

こ
と
、

「数
え
ら
れ
た

時
間
」
を
流
れ
去

っ
た
時
間
で
あ
る
過
去

(空
間
化
さ
れ
た
時
間
)
と
し
て
、
こ
の
本
来
的
時
間
か
ら

の
逸
脱
、
異
質
物
の
混
ざ

っ
た
非

本
来
的
形
態
と
し
た

こ
と
」
に
あ
り
、
従

っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と

っ
て

「
一
切
の
空
間
性
を
免
れ
た
直
接
的
な
意
識
状
態
」
と
し
て
の
純

粋
持
続
は
、
実
は
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
き
不
可
避
的
に
流
れ
去

っ
た
時
間
と
し
て
過
去
化
さ
れ
る
よ
う
な
直
観
で
あ
る
と
言
わ
ね

　

ば
な
ら
ず
、
は
た
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
時
間
と
呼
べ
る
か
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
持
続
は
実
は
不
可
能

で
は
な

い
か
と
。

む
し
ろ
、
現
在

(純
粋
持
続
)
か
ら
過
去

(空
間
化
さ
れ
た
時
問
)

へ
、
転
換
す
る
場
面
に
お
い
て
こ
そ
、
時

間
は
発
生
す
る
。
現
在

(純
粋
持
続
)
と
言
う
生
き
ら
れ
る
時
間
、
時
間
の
経
験
そ
の
も
の
か
ら
、
過
去

(空
間
化
さ
れ
た
時
間
)
と
な

っ
て
反
省
さ
れ
た
時
間
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へ
、
時
間
経
験
と
時
間
認
識
の
相
違
に
於
い
て
、
後
者
を
こ
そ
、
時
間
を
時
間
と
し
て
認
識
す
る
意
味
で
時
間
意
識
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
り
、

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
運
動
自
体
と
そ
の
軌
跡
で
あ
る
距
離
の
混
同
を
注
意
深
く
回
避
し
な
が
ら
時
間
を

「数
え
る
こ
と
」
「数
え
ら
れ
る
も

の
」
と
し
て
捉
え
た

こ
と
は
深
い
洞
察
が
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
時
間

の
空
間
化
と
は
流
れ
去

っ
た
時
間
、

「過
去
と
は
何
か
」
と
言
う
問
題
と
同

一
な
の
で
あ
る
。
問
題

は
、
現
在

(純
粋
持

続
)
と
過
去

(空
間
化
さ
れ
た
時
間
)
と

の
様
態

の
絶
対
的
異
質
性
、
差
異
を
認
め
た
上
で
、
「流
れ

つ
つ
あ
る
」
と
さ
れ
る
時
間
の
様
態
、

し
か
も
時
間
は

「流
れ

つ
つ
あ
る
も
の
」
に
依

っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、
「流
れ

つ
つ
あ
る
も
の
」
つ
ま
り
想
起
と
し
て
存
在
す
る

過
去
、
現
在
、
未
来
の
現
出
の
様
態
を
如
何
に
認
識
す
る
か
に
あ
る
。

〈大
森
荘
蔵
の
時
間
論
〉

線
型
時
間
と
原
生
時
間

さ

て
問
題
を
些
か
先
取
り
し
て
し
ま

っ
た
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
主
観
的
時
間
論
の
系
譜

の
上
で
、
こ
れ
ら
の
論
点
を
視
野

　

に
入
れ
、
「現
代
公
認
の
時
間
で
あ
る
物
理
学
の
線
型
時
間
の
批
判
を
試
み
た
」
の
が
大
森
荘
蔵
の

一
連

の
論
考
で
あ
る
。
現
代
の
時
間
論

と
し

て
大
森
荘
蔵
の
所
説
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

大
森
荘
蔵
は

「時
間
の
変
造
」
(『時
間
と
自
我
』
所
収
)
に
於
い
て
、
時
間
に

つ
い
て
二

つ
の
分
類
、
即
ち
原
生
時
間
と
線
型
時
間
を

立
て
る
。

「線
型

(リ

ニ
ア
)
時
間
」
と
は
物
理
学

の
時
間
で
あ
り
、
「科
学
と
日
常
生
活
で
わ
れ
わ
れ
が
使
い
慣
れ

て
い
る
時
間
」
(同
書

15
頁
)
で
あ
り
、
時
計
に
代
表
さ
れ
る
、
普
通
わ
れ
わ
れ
が
時
間
と
呼
ん
で
い
る
客
観
的
な
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「原
生
時
間
」

は

「わ
れ
わ
れ
の
体
験
の
中
に
生
の
ま
ま
に
露
出
し
て
い
る
時
間
性
」

(同
書
14
頁
)
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
直
接
に
体
験

さ
れ
る
時
間
感
覚
と
考
え
て
よ
く
、

「原
生
体
験
の
中
の
時
間
的
な
も
の
、
時
間
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
」
で
あ
る
。
線
型
時
間
は
原
生

時
間
と
言
う
体
験
の
直
接
性
か
ら
、
あ
る
操
作
を
経
て
形
成
さ
れ
た
時
間
概
念

で
あ
り
、
原
生
体
験
の

「原
生
的
連
続
を

「変
造
」
し
た

も
の
が
線
型
時
間
の
連
続
性
」
(同
書
16
頁
)

で
あ
る
と
言
う
。
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つ
ま
り
、
線
型
時
間
と
は
時
間
順
序
と
み
な
せ
る
し
、
そ
れ
に
対
し
原
生
時
間
と
は
時
間
様
態
の
意
味
で
あ
る
と

い
う
分
類
が
成
立
す

る
。こ

の
二
分
類
に
於

い
て
、
線
型
時
間
の
性
格
と
論
理
的
矛
盾
が
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
就
中
、
線
型
時
間

に
固
有
の
概
念
で
あ
る

点
時
刻
が
論
点
の
中
心
と
な
る
。

一
方
そ
の
対
極
に
あ
る
原
生
時
間
に
は
、

「多
少
な
り
と
も
漠
然
と
指
示
さ
れ
る
体
験
の
切
片
」
(同
書

17
頁
)
し
か
存
在
し
な

い
。

つ
ま
り
直
接
に
体
験
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
ま
と
ま
り
を
持

っ
た
行
為

(切
片
体
験
)

で
あ
り
、
そ
の
行
為

の

前
後
関
係
だ
け
が
知
ら
れ
、
体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
原
生
時
間
の
内
に
は
点
時
刻
は
存
在
し
得
な
い
。
こ
の
行
為
の
前
後
関
係
で
あ
る

原
生
的
順
序
に
、
種
々
の
規
則
的
運
動
を
照
合
さ
せ
つ
つ
漸
近
的
に
精
度
を
増
し
て
確
立
さ
れ
た
の
が
線
型
時
間
、

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ

が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
時
間
で
あ
り
、
科
学
で
言
う
時
間
も
そ
の
最
も
厳
密
で
精
度

の
高
い
線
型
時
間
で
あ
り
、

「リ

ニ
ア
時
間
順
序
は
原

生
時
間
順
序
を
変
造
し
た
も
の
」
(同
書
18
頁
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
生
体
験

の
中
の

「今
」
の
感
覚
中
に

「瞬
間
」
の
概
念
は

含
ま
れ
る
が
、
原
生
体
験
の

「瞬
間
」
は

「短
い
持
続
」
の
意
味
で
あ
り
、
線
型
時
間
の

「点
時
刻
」
は
持
続
ゼ

ロ
の
意
味
で
あ
る
。
(同

書
19
頁
)
点
時
刻
、
持
続
ゼ

ロ
は
短
い
持
続

の
短
縮
化
と
言
う
無
限
分
割
の
結
果
生
ま
れ
る
概
念
で
あ
り
、
こ
の
持
続
ゼ

ロ
の
点
時
刻
概

念
を
待

っ
て
、
瞬
間
と
言
う
持
続
の
始
ま
り
と
終
わ
り
と
言
う

「端
」
の
概
念
が
可
能
と
な
る
。
(同
書
20
頁
)

こ
う
し
て
変
造
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
線
型
時
間
は
、
「時
間
の
核
心
と
も

い
え
る
現
在

・
過
去

・
未
来
の
様
相
に

つ
い
て
は
決
定
的
な
誤

り
を
犯
し
て
し
ま

っ
た
」
例
え
ば
、
「過
去
と
は
、
線
型
時
間
線
上
の

一
点
を
現
在
と
し
て
そ
れ
よ
り
右

(又
は
左

)、
と
い
う
全
く
形
式

的
な
規
定
を
変
造
、
と
い
う
よ
り
は
捏
造
し
た
」
。
だ
か
ら
、
「過
去
と
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と

い
う
時
間
に
か
か
わ
る
根
底
的

な
問
い
を
リ

ニ
ア
時
間
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
」

(同
書
22
頁
)
と
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
独
自

の
過
去
概
念

の
構
想
に
向

い

「想
起
」
と

言
う
原
生
体
験
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
我
々
が
し
ば
し
ば
使
用
す
る

「時
間
が
流
れ
る
」
と
言
う
意
味
を
問
題
に
し
て
、
「時
の
流
れ

の
観

念
は
原
生
時
間
で
は
な
く
リ

ニ
ア
時
間
の
中
で
制
作
さ
れ
た
、
い
や
捏
造
さ
れ
た
疑
い
が
濃
い
」
の
で
あ
り
、

「リ

ニ
ア
時
間
の
直
線

t
上

を

一
つ
の
点
時
刻
X
が
過
去
の
方
に
移
動
す
る
と
い
う
」

の
は

「極
め
て
危
険
な
だ
ま
し
絵
な

の
で
あ
る
」

(以
上

同
書
24
頁
)
、
と
結
論
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す
る
。

何
故
か
と

い
う
と
、
時
間
が
流
れ
る
と
は
、
朔今
」
が
経
過
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
が
、
こ
の

「今
」
は
、
経
過
す

る
時
間
上
の
点
で

表
象
さ
れ
る
。
し
か
し
点
時
刻
と
言
う
量
を
持
た
な
い
点
は
、
あ
る
線
分
の
中
で
し
か
存
在
し
な

い
。
換
言
す
れ
ば

点
時
刻

(瞬
間
)
は

持
続
の
内
で
可
能
的
に
し
か
存
在
し
な

い
、
論
理
上
の
仮
定
存
在
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立

つ

「言
語
的
制
作
と
し
て
の

過
去
と
夢
」

(『
時
間
と
自
我
』)
で
は
、

持
続
を
持
た
な
い
点
時
刻
と
は
線
型
時
間
か
ら
生
ま
れ
た
人
工
的
産
物
で
あ
る
。
持
続
を
持
た
な
い
点
時
刻
に
、
例
え
ば
壁
が
赤
く
な

る
、
歯
が
痛
む
、
あ
る
い
は
電
子
が
存
在
す
る
、
等
々
と
い
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
存
在
や
状
態
が
意
味
を
持

つ
に
は
如
何
に
短

い
と
は

い
え
何
ほ
ど
か
の
持
続
が
必
要
な
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

(ゼ

ノ
ン
の
)
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
自
身
も
ま
た
無
意
味
な
命
題

と
し
て
抹
殺
さ
れ
、
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
は
消
滅
す
る
。

(同
書
99
頁
)

「自
我

と
時
間
の
双
生
」
(同
書
)
に
於
い
て
は

「線
型
時
間
t
は
時
間
順
序
を
見
事
に
表
現
す
る
。
だ
が
そ
れ
と
対
照
的
に
線
型
時
間
は

過
去

・
現
在

・
未
来
の
時
間
様
態
と
相
性
が
悪
い
、
よ
い
う
よ
り
全
く
相
性
が
な
い
」
、
「過
現
未
の
三
時
間
様
態
を
単
な
る
時
刻
の
前
後

関
係
に
圧
縮
」
す
る
誤
解
が
生
じ
た
と
言
う
。

(同
書
燭
-
蜘
頁
)

ゆ

こ
う

し
て
大
森
荘
蔵
は

「線
型
時
間
の
制
作
と
点
時
刻
」

(『時
間
と
存
在
』
所
収
)
に
於
い
て
、
点
時
刻
に
お
け

る
物
の
存
在
や
物
の

状
態
は
思
考
不
可
能
で
あ
り
無
意
味
な
の
で
あ
る
以
上
、

「存
在
じ
た
り
状
態
が
生
起
し
た
り
す
る
に
は
、
ど
ん
な
に
微
少
で
は
あ

っ
て
も

有
限

の
持
続
が
不
可
欠
」
で
あ
り
、
「ゼ

ノ
ン
の
議
論
の
全
部
が
無
意
味
命
題
の
積
み
重
ね
な
の
で
有
意
味
な
論
議
に
参

入
で
き
な

い
」
(同

書
35
頁
)
と
結
論
す
る
に
至
る
。

大
森

荘
蔵
の
立
論
も
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
承
け
る
こ
と
は
見
易

い
所
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
論
駁
し
た
ゼ

ノ
ン

の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
ま
た

「分
割
不
可
能
な
運
動
自
身
を
そ
の
通
過
軌
跡

(空
間
)

の
分
割
と
取
り
違
え
」
た
と
批
判
し

た
が

(同
書
41
頁
)
、
大
森
荘
蔵
の
指
摘
す
る
所
、
そ
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
批
判
で
す
ら
た
だ

「点
時
刻
を
考
え
る
」
こ
と
を
非
難
し
た
、
そ
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れ

に
尽
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

(同
書
87
頁
)

そ
れ
と
関
連
し
て
、
例
え
ば

「時
間
の
流
れ
」
と
い
う
観
念
を
取
り
上
げ
、
点
時
刻
が
時
間
軸

の
上
を
動
く
と

い
う
解
釈

の
矛
盾
を
指

摘

し
、
「時
の
流
れ
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
も
点
時
刻
同
様
に
空
虚
な
内
容
で
あ
る
と
言
う
。
(同
書
46
頁
)

以
上
、
物
理
的
時
間
、
客
観
的
時
間
を
否
定
し
て
人
間
の
時
間
意
識
を
中
心
と
す
る
時
間
理
解
を
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
手
が
か
り

に
そ
の
論
点
を
考
え
た
。
経
過
と
し
て
の
時
間
と
言
う
問
題
で
は
、
現
在
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
と
言
う
点
か
ら
点
時
刻
と
し
て
の
現
在

は

一
見
時
間

の
厳
密
な
規
定
に
見
え
て
、
空
間
11
軌
跡

の
分
割
可
能
性
を
時
間
の
分
割
可
能
性
と
誤
解
し
た
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間

の
上

で
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
時
刻
は
論
理
上
の
不
可
能
を
内
在
さ
せ
て
い
た
。
経
過
は
そ
の
よ
う
な
点
時
刻

の
集

積
で
は
な
く
、
運
動

の

軌
跡
と
し
て
切
り
取
ら
れ
た
空
間
表
象
、
そ
の
意
味
で
過
去
化
さ
れ
た
運
動
だ
け
が
量
と
し
て
操
作
可
能
な
、
経
過
と
し
て
の
時
間
と
認

識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
過
と

い
う
時
間
性
そ
の
も
の
、
現
在
と
い
う
現
象
自
体
の
分
析
に
は
程
遠

い
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
し
て

仏
教
の
よ
う
に
三
刹
那
に
過
未
現
を
配
対
で
き
る
と
思
う
の
は
全
く
論
理
上
の
抽
象
で
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
か
ら
更
に
も
う

一
つ
の
問
題
と
し
て
、
時
間
の
様
態
と
し
て
の
過
未
現
の
存
在
様
態

の
分
析
が
必
要
と
な

る
。
線
型
時
間
が
形
式

と

し
て
単
純
化
さ
れ
た
過
未
現
の
配
置
を
持

つ
に
対
し
、
現
在
と
過
去
未
来
と
称
さ
れ
る
意
識
現
象
各

々
の
存
在
様
態

の
大
き
な
差
異
、

そ
し
て
現
出
形
態
を
時
間
論
の
問
題
と
し
て
如
何
に
解
明
で
き
る
か
、
と
言
う
問
題
で
あ
る
。

〈仏
教

の
時
間
論
の
批
判
〉

山

口
瑞
鳳
論
文
を
手
が
か
り
に

西
洋
哲
学
、
現
代
思
想
の
時
間
に

つ
い
て
筆
者

の
関
心
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
物
理
的
時
間
、
通
俗
時
間
を
批
判
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋

持
続
や
大
森
荘
蔵
の
原
生
時
間
と

い
う
人
間
の
時
間
意
識
に
よ
り
密
着
し
た
時
間
の
分
析
を
取
り
上
げ
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
や
、
線
型

時

間
の
概
念
規
定
や
論
理
的
難
点

の
分
析
に
い
く

つ
か
の
妥
当
な
指
摘
が
有
る
こ
と
を
見
た
。

そ
こ
で
時
間
論
と
し
て
の
仏
教

の
思
想
を
検
討
し
て
み
る
と
、
仏
教

の
刹
那
滅
説
は
、
哲
学
に
言
う
線
型
時
間
、
点
時
刻

の
論
理
的
難
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点
を
総

て
備
え
て
い
る
、

つ
ま
り
刹
那
滅
は
内
容
的
に
線
形
時
間
と
点
時
刻
に
帰
着
す
る
の
で
あ
り
、
通
俗
時
間
論
と
し
て
の
論
理
的
欠

陥
を
備
え
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
そ
れ
に
依
拠
し
た
、
ま
た
類
同
の
仏
教
時
間
論
も
重
大
な
論
理
的
難
点
を
抱
え
て
い

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

更
に
大
乗
仏
教
に
あ

っ
て
も
、
龍
樹

『中
論
』
の
内
、
運
動
や
三
世
が
取
り
扱
わ
れ
る

「観
去
来
品
第

二
章
」
「観
前
後
際
品
第
十

一
章
」

「観

時
品
第
十
九
章
」
等
が
時
間
論
と
し
て
問
題
に
な
る
が
、
そ
こ
で
は
過
去
現
在
未
来
の
成
立
の
不
可
能
が
説
か
れ
る
。
こ
の

『中
論
』

の
論
理
が
、
執
着
と
し
て
の
分
別
、
判
断
、
認
識
に
依
拠
し
な
が
ら
、
人
間
の
日
常
的
な
認
識
を
背
理
に
追
い
込
む
事
で
、
迷
妄
を
気
づ

か
せ
る
の
は
周
知
の
所
で
あ
る
が
、
し
か
し
果
た
し
て
龍
樹
は
時
間

つ
い
て
積
極
的
な
提
言
を
な
し
た
事
に
な

っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
三
項
の
相
互
依
存
性
と
言
う
関
係
概
念
を
形
式
論
理
的
に
述

べ
た
だ
け
で
、
実
際
、
過
未
現
の
三
項
論
理
は

「観
去
来
品
第
二
」

の
運
動
否
定
論
と
土
ハ通
の

「因
待
」
の
矛
盾
を
使

っ
た
論
法
で
あ
る
し
、
そ
れ
は

『中
論
』
が
明
言
す
る
通
り
、
上
中
下
や
大
中
小
と
言

っ

た
関
係
概
念
に
簡
単
に
翻
案
さ
れ
る
。
そ
れ
は
関
係
概
念
は

一
項
だ
け
を
取
り
出
し
て
も
独
自

で
は
意
味
を
な
さ
な

い
、
そ
の
限
り
で
各

要
素

は
無
自
性
で
あ
る
事
を
帰
謬
論
証
し
た
だ
け
で
、
今
言
う
時
間
性
の
記
述
と
し
て
は
必
ず
し
も
満
足
で
き
る
も

の
で
は
な

い
。

こ
の
中
観
派
の
時
間
認
識
は
有
部
、
経
量
部
、
唯
識
の
刹
那
滅
説
を
批
判
す
る
意
図
で
登
場
す
る
と
理
解
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
が
、
で

は
上
述
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
大
森
荘
蔵
に
見
ら
れ
る
時
間
の
二
類
型
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
『中

論
』
の
時
間
否
定
も
、

過
去
現
在
未
来
の
時
間
経
過
を
前
提
し
、
「線
型
時
間
」
の
持

つ
論
理
矛
盾
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の

『中
論
』
と
中
観
派
の
時
間
論

(時
間

否
定
)
は
、
線
型
時
間
と
点
時
刻
の
論
理
的
難
点
を
克
服
し
て
い
る
か
、
上
述
し
た
大
森
荘
蔵
の
所
説
の
如
き
線
-
点
時
間
批
判
を
免
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は

『
四
百
論
』
「破
時
品
」
の
論
議
、
無
常
と
固
定
的
持
続
と
の
矛
盾
と
言
う
論
理
を
承
け
て
、
現
代
的
な
視
点
で
取
り
上
げ
た

山
口
瑞
鳳
氏
の

一
連
の
論
文
を
考
え

て
み
た
い
。
即
ち
、

「飛

ん
で
い
る
矢
は
止

っ
て
い
る
か
」
(『思
想
』
Z
P
刈自
・

6
。。
○。μ
O
・

以
下
、
1
と
略
記
)
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「
刹
那
滅
と
縁
起
生
の
相
違
」
(『思
想
』
Z
o
・ミ
鉾

一㊤Q。9
ら
・

以
下
、
2
と
略
記
)

「
二
種
類
の

「零
」

・

「無
」
と

「空
」
」
(『思
想
』
Z
o
㍉
○。9

一㊤
Q。㊤
・H一
・

以
下
、
3
と
略
記
)

の
三
論
文
で
説
か
れ
る
刹
那
滅
説
批
判
と

「止
ま
れ
な
い
今
」
の
主
張
を
拠
り
所
に
し
て
、
今
、
瞬
間
、
点
、
運

動
と
言

っ
た
概
念
を
、

時
間
論
の
問
題
と
し
て
再
度
考
え
て
見
よ
う
。

論
文

〈1
>
で
は
、
問
題
は
有
部
、
経
量
部
以
来
の

「刹
那
滅
」
論
は
ゼ

ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク

ス
に
言
う

「飛
ん

で
い
る
矢
は
静
止
し
て

い
る
」
の
静
止
し
て
い
る
矢
と
同
断
で
あ
り
、
刹
那
滅
は
必
ず
止
ま
る
矢
を
必
要
と
し
、
「刹
那
滅
」
論
は
必
ず
静

止
し
た
時
間
11
瞬
間
を

実
体
的
な

「現
在
」
と
し
て
前
提
と
す
る
、
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
有
部
、
経
量
部
的
な

「刹
那
滅
」
論
を

「
実
体
に
よ

っ
て
無
常
を

説
明
す
る
仕
方
」
と
し
て
批
判
し
た
の
が
、
龍
樹

『中
論
』
と
中
観
派
の
言
う

「無
自
性
」
で
あ
り
、

「実
体
的
な

「現
在
」
が
虚
構
で
あ

り
、
停
滞

の
な
い

「今
」
が

「時
」

の
本
性
で
あ
る
」
(1
-
6
頁
/
2
-
60
頁
)
と
す
る
。

更
に
こ
れ
を
受
け
て
、
「龍
樹
に
よ
る
と
、
先
験
的
存
在
を
認
め
て
、
実
体
的
な
思
想
を
す
る
と
、

「飛
ん
で
い
る
矢
は
止

っ
て
し
ま
う
」

こ
と
に
な
り
、
現
象
世
界
の
移
動
、
転
変
、
生
成
と
言

っ
た

「無
常
」
な
様
相

の
説
明
が
出
来
な
く
な
る
」
(3
-
88
頁
)
と
言
い
、
こ
う

し

て

「刹
那
滅
」
で
は

「変
化
す
る
も
の
が
、
静
止
的
様
態
を
、
不
連
続
な
形
で
し
か
相
続

で
き
な

い
と
言
う
哲
学
的
な
欠
陥
が
認
め
ら

れ
た
の
で
、
中
観
思
想

の
登
場
を
促
し
た
」
(3
-
91
頁
)

の
で
あ
り
、
「飛
ん
で
い
る
矢
を
…

「止
ま

っ
て
い
る
」
と
見
る
の
が

「刹
那

滅
」
的
な
理
解
で
あ
り
、
「止
ま
れ
な
い
」
と
す
る
の
が

「縁
起
生
」

の
思
想
」

(2
-
57
頁
)
で
あ
り
、
「
〈無
常
〉
観
の
根
拠
」
を
、
こ

の
よ
う
な
縁
起
生

(3
1
98
頁
)
に
求
め
る
、
と
言
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
そ
し
て
、
「飛
ん
で
い
る
矢
は
静
止
し
て
い
る
」
と
言
う
ゼ

ノ

ン
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
を
突
破
し
得
る
、

「止
ま
れ
な

い
矢
」
"

「停
滞

の
な
い
時
」
は
中
観
派

の

「刹
那
滅
」
否
定

の
論
理
だ
け
が
可
能
で

あ
る
と
言
う
主
張
が
反
復
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
山
口
氏
の
刹
那
滅
の
変
化
を
説
明
す
る
論
理
の
矛
盾
の
指
摘
は
、
既
に
見
た
大
森
荘
蔵
を
始
め
と
す
る
哲
学
の
ゼ
ノ
ン
の

パ
ラ
ド
ク
ス
の
批
判
と
さ
し
て
隔
た
る
点
は
見
ら
れ
な

い
。
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こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
で
は
時

の
本
性

(1
1
6
頁
)
で
あ
り
、
真
実

の

〈時
〉
と
さ
れ
る
、
経
過
す
る
だ
け

で
停
滞
の
無
い

「今
」

と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
の

「〈経
過
〉
を
名
づ
け
て
言
う
だ
け
の

〈時
〉
」
と
は
、
如
何
な
る
意
味
か
を
検
討
し
て
見

よ
う
。
「今
」
は
量
を

持
た
ず
、
量
を
仮
定
さ
れ
た

「現
在
」
は
虚
構
で
あ
り
、
な
お
か

つ

「経
過
」
だ
け
が
時

の
本
質
と
し
て
存
在
す
る
と
言
う
と
き
、
だ
が

こ
の
内
実
を
持
た
な

い
、
把
捉
不
可
能
の
現
在
H
現
前
で
あ
る

「今
」
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

我

々
は
普
通
、
過
去
と
未
来
の
中
間
と
し
て
の
進
行
す
る

「現
在
」
を
想
定
し
て
い
る

(通
俗
的
時
間
)
。
そ
れ
に
対
し
山
口
論
文
は
言

アつ
、わ

れ
わ
れ
が
歩
行
す
る
場
合
、
歩
き
終

っ
た
過
去
の
道
の
り
と
、
こ
れ
か
ら
歩
こ
う
と
す
る
未
来

の
道
の
り
と

の
間
に

「現
在
」

「歩
き

つ
つ
あ
る
」
道

の
り
が
あ
る
と
漠
然
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

「現
在
」

「歩
き

つ
つ
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
歩
幅
は
、
歩

い
て
い

る
本
人
の
所
在
を
厳
密
に
規
定
し
て

一
点
に
定
め
る
と
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
に
は
面
積
が
な

い
の
で
「現
在

」
「歩
き

つ
つ
あ
る
」

者
に
よ

っ
て
歩
行
さ
れ
て
い
る
道
程
が
全
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
点
が
移
行
し
て
い
る
の
で

「今
」
の
た
め
に
歩
み
幅
が
生
じ
た
こ
と
も
、

生
ず
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「今
」
に
は
そ
こ
を
歩
む
た
め
の
時
間
的
分
量
が
な
い
こ
と
を
よ
く
い
い
表
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
経
過
す
る

「今
」
が
真
実
の

「時
」
で
あ
る
。

(1
1
4
頁
)

過
去
と
未
来
の
分
岐
点
と
し
て
の

「今
」
は
捉
え
よ
う
と
し
た
瞬
間
に
未
来
か
ら
過
去
と
な
り
、
経
過
す
る

「今
」
と
し
て
し
か
理
解

で
き
な

い
・
『中
論
』
の
時
は
不
可
得

不
可
知
で
あ
り
、
そ
れ
は
止
ま
ら
な
い
時
間
経
過
の
端
的
な
証
拠
と
も
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
時
間
的
分
量
が
な

い

「今
」
は
、
論
文

〈3
>
で
は
物
質
と
時
間
の
単
位
で
あ
る

「無
限
小
」
と
し

て

「停
滞

の
な
い
零
」

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
他
性
空

で
あ
る

「畢
寛
無
」
が

「働
き
の
な

い
零
」
と
し
て
配
対
さ
れ
る
。
し
か
も

「無
限
小
」
は

「有
」

で
も

「無
」
で
も
な
く
、
「停
滞
の
な

い
零
」
の
故
に

「作
用
」
が
潜
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
経
過
す
る
と
も
説
明
さ
れ

て
い
る
。
(3
-
94
-

97
頁
)

捉

え
よ
う
と
し
た
時
、
過
去
と
な

っ
て
い
る
今
は
飛
去
す
る
か
に
見
え
る
。
こ
の
時
間
意
識
は
我
々
の
経
験
に

一
見
よ
く
合
致
す
る
が
、
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で
は

「
〈経
過
〉
を
名
づ
け
て
言
う
だ
け

の

〈時
〉」
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
時
間
は
そ
れ
自
体
で
は
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々

の
事
象
の
変
化
を
反
省
的
に
対
象
化
す
る
こ
と
で
時
間
を
認
識
す
る
他
な

い
。
直
接
、
時
が
認
識
さ
れ
な

い
以
上
、
停
滞

の
な
い

「経
過
」

と
は
あ
る
も
の
の
運
動
で
あ
り
、
そ
の
変
化
の
認
識
で
し
か
な
い
、
二
次
的
、
反
省
的
に
認
識
さ
れ
る
虚
構
で
あ

る
。
従

っ
て
時

の
分
割

不
可
能
な
経
過
と
は
、
変
化
す
る
事
象
、
運
動
の
分
割
不
可
能
に
他
な
ら
な
い
。
運
動
こ
そ
分
割
不
可
能
の
当
体

で
あ

っ
て
、
運
動
と
し

て
事
象
を
通
じ
て
し
か
存
在
し
な

い
時
間
経
過
は
、
だ
か
ら
分
割
で
き
な

い
。
分
割
で
き
る
の
は

「経
過
」
と
し

て
切
り
取
ら
れ
た
時
間

に
対
応
し
た
運
動
の
軌
跡

(過
去
)
で
あ
る
空
間
と
言
え
る
。

問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
は
、
空
間
11
距
離
の
類
比
で
経
過
し
た
時
間

(量
)
を
想
定
す
る
。
し
か
し
距
離
に
対
し

運
動
が
分
割
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
経
過
し
た
時
間

(過
去
と
し
て
空
間
化
さ
れ
た
時
間
)
に
対
し
、
時
間
の
経
過

(す
る
こ
と
)
自

体

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
意
味
で
分
割
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
は
無
限
小
の

「時
問
的
分
量
を
も
た
な

い
今
」
の
経
過
と
は
全

く
意
味
が
異
な
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『自
然
学
』
第
六
巻
第
十
章
に

「時
間
は
今
か
ら
成

っ
て
い
な

い
し
、
線
は
点
か
ら
成

っ
て
い
な
い
し
、
運
動
は

(不

可
分
な
)
運
動
単
位
か
ら
成

っ
て
い
な

い
」
(全
集

3
1
鵬
)
と
言
う
。
つ
ま
り
、
静
止
時
間
の
瞬
間
の
不
可
能
と
同
時
に

「停
滞
の
な

い

時
」
も
不
可
知
な
の
で
あ
る
。

「今
」
を
限
り
な
く
短
い
時
間
ほ
瞬
間
と
し
て
捉
え
た
い
、
と
言
う
厳
密
な

「今
」
の
定
義

の
欲
求
と
、

一
方
、

「時
」
が
絶
え
ず
経
過
す

る
性
質

の
も
の
だ
と
言
う
理
解
か
ら
、
現
前
を
限
り
な
く
細
分
化
し
て
、
限
り
な
く
短

い
時
間
11
瞬
間
に
近
づ
け
、
刹
那
、
点
時
間
と
し

て
の
現
前
11
今
が
制
作
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
厳
密
さ

の
欲
求
に
は
問
題
が
あ

っ
た
。

静
止
相
の
無
い

「止
ま
れ
な

い
矢
」
が

「時
間
的
分
量
を
も
た
な
い
今
」
の
経
過
だ
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
ま

つ
第

一
に
空
間
的

「点
」

と
時
間
的

「い
ま
」

の
混
同
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
空
間
的

「点
」
は
、
運
動
と
分
割
可
能
な
空
間
の
軌
跡
と
が
混
同
さ
れ
て
お
り
、
分
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割
可
能
な
運
動
と
な

っ
て
い
る
。

第

二
に
、
そ
れ
と
関
連
し
て

「歩
い
て
い
る
本
人
の
所
在
を
厳
密
に
規
定
し
て

一
点
に
定
め
る
と
な
く
な

っ
て
し
ま
う
」

(1
1
4
頁
)

と
言
う

一
見
、
厳
密
な
規
定
も
不
可
能
を
含
ん
で
い
る
。
歩
く
本
人
の
所
在
は
、
厳
密
に
規
定
し
て

一
点
に
定
め
る
場
面
で
、
点
の
概
念

規
定

を
導
入
す
る
が
、
「時
間
的
分
量
を
も
た
な

い
今
」
は
、

「空
間
化
さ
れ
た
時
間
」
と
し
て
の

「点
11
今
」
に
、
更
に
広
が
り
を
持
た

ず
に
な
く
な

っ
て
し
ま
う

「点
」
と
言
う
抽
象
規
定
が
結
合
し
て
い
る
。

こ

の
空
間
の
点

の
不
在
11
不
可
能
が
、
時
間
の

「今
」
の
不
在
11
不
可
能
で
あ
る
。
「そ
こ
を
歩
む
た
め
の
時
間
的

分
量
が
な
い
こ
と
を

よ
く

い
い
表
し
て
い
る
」
「今
」
は
、
そ
れ
自
体
が
空
間
化
さ
れ
た
時
間
、
線
形
時
間
の
上
の
点
と
し
て
の

「今
」

で
あ

っ
て
、
上
来
、
見

て
き
た
よ
う
に
点
概
念

で
厳
密
に
規
定
さ
れ
た
時
問
的
分
量
を
も
た
な

い

「今
」
は
、
抽
象
観
念
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も

と
も
と
点
と
し
て
の

「今
」
は
、
点
時
刻

の
不
可
能
そ
の
も
の
を
内
包
し
て
い
た
。
「今
」
が
、
抽
象
観
念
で
あ

る
と
言
う
の
は

一
見

経
験

に
そ
ぐ
わ
な

い
か
も
知
れ
な

い
、
し
か
し
経
過
は
す
る
が

「時
間
的
分
量
を
も
た
な

い
今
」
と
言
う
厳
密
さ
の
欲
求
は
、
あ
る
連
続

し
た

も
の
の

「断
面
」

の
よ
う
な
広
が
り
を
持
た
な

い
点
と
同
様
の
空
間
H
物
体
的
な
類
推
か
ら
す
る
論
理
的
要
請

の
故
に
、
不
可
能
11

無
意
味
な

の
で
あ
る
。
認
識
対
象
と
し
て
の
断
面
は

「あ
る
」
が
、
断
面
を
無
限
数
重
ね
て
も
、
或
も
の
を
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

点
と

し
て
の
今
は
依
然
と
し
て
線
型
時
間
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
「今
」
「現
在
」
を
、
分
割
可
能
だ
が
無
限
分
割
の
故
に
不

可
能

(「時
間
的
分
量
を
も
た
な

い
今
」
)
と
な
る
よ
う
な
点
時
刻
の

「経
過
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

「経
過
」
は
、

「働
き
を
も

っ
た
零
」
と
言
う
よ
う
な
作
用
を
持

っ
た

「今
」
や

「現
在
」
の
集
積

で
は
な
い
。
今
と

い
う
時

の
経
過
の
故

に
運
動
が
可
能
な
の
で
は
な

い
。
運
動
の
不
可
分
割
が
、
今
に
無
限
分
割
を
強

い
る
の
で
あ
る
が
、
経
過
は
や
は
り

「今
」
の
集
積
で
は

な
い
。
翻

っ
て

「経
過
」
か
ら
論
理
的
反
省
的
に
要
請
さ
れ
る
抽
象
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
過
ぎ
去
る
時
は

「時
間
的
分
量
を
も
た
な
い
今
」
が
移
動
し
続
け
る
故
に

「経
過
す
る
だ
け
の
時
」
と
言
う
他
な
い
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の
で
は
な

い
か
。

飛
ぶ
矢
は
止
ま

っ
て
い
る
と
言
う
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
勿
論
、
実
際

の
経
験
の
上
で
は
破
棄
さ
れ
る
。
既

に
見
た
よ
う
に
ア
リ
ス

ト
テ

レ
ス
が

『自
然
学
』
に
於
て
、
量
と
は
運
動
す
る
場
所
の
分
割
可
能
性

(全
集
3
1
照
)

で
あ
り
、
運
動
や
時
間
そ
れ
自
体
は
分
割

不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ベ
ル
グ

ソ
ン
も
そ
の
論
議
を
継
承
す
る
。
今

一
度
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
引
用
す
れ
ば

、
飛
ぶ
矢
は
そ
の
軌
道

上
の
い
か
な
る
点
に
も
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
瞬
間
に
矢
が
あ
る

一
点
に
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
矢

は
停

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
挙
に
創
造
さ
れ
る

一
つ
の
軌
道
の
か
わ
り
に
、
二

つ
の
軌
道
を
置
く

こ
と
を
意
味
す
る
。

つ

ま
り
運
動
そ
の
も
の
と
運
動
体
が
通
過
す
る
空
間
と
を
混
同
し
、
後
者

の
分
割
可
能
性
を
前
者
に
押
し

つ
け
る
誤
り
か
ら
、
「飛
ぶ
矢
」
や

ゆ

「ア
キ

レ
ス
と
亀
」
を
め
ぐ
る
ゼ
ノ
ン
の
誰
弁
が
生
れ
た
、

　

鈴
木
照
雄
は
、
『ギ
リ
シ
ア
思
想
論
孜
』
で
、

「飛
矢
論
」
で
は

「始
め
か
ら
時
間
は
瞬
間
か
ら
構
成
さ
れ
る

(し
た
が

っ
て
そ
れ
に
対
応
し
て
空
間
も
点
か
ら
構
成
さ
れ
る
)
と
す
る
。

…
こ
の

「飛
矢
論
」
に
あ

っ
て
は
、
…
無
限
分
割
の
末
出
て
来
た
瞬
間
と
点
と
を
零
に
持
ち
込
み
、
し
た
が

っ
て
空
間
と
時
間
と

の
複
合

で
あ
る
運
動
を
そ
れ
に
つ
い
て
零
に
分
割
し
、

つ
い
で
こ
の
零

の
倍
数
を
運
動
と
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
運
動
全
体
を
零
と
な
す
論
で

あ
る
」
と
そ
の
論
理
を
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
山
口
説
の
批
判
と
し
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「時
間
的
分
量
を
も
た
な
い
今
」

が
経
過
す
る
だ
け
の
時
間
と
、
経
過
と
し
て
の
時
間
を
今
の
集
積
と
見
な
さ
な

い
こ
と
は
、
運
動
や
経
過

の
概
念

に
決
定
的
な
相
違
を
含

む
。

「時
間
的
分
量
を
も
た
な

い
今
の
経
過
」
は
、
「停
滞

の
な
い
零
」
と
か

「無
限
小
」
と
呼
ば
れ
て
、
刹
那
滅

の

「停
滞
す
る
時
間
」

「虚

構
の
現
在
」
と
の
決
定
的
相
違
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
極
小
単
位
の
値
が
無
限
小
で
あ
る
こ
と
と
零
で
あ
る
こ
と
の
間
で
、
山
口
説
に

は
あ

る
飛
躍
が
存
在
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
「仮
に

「働
き
」
の
あ
る

「無
限
小
」

の
ー
を
、

「働
き
の
な

い
零
」
と
同

一
視
し
て
」

O
b
O
OO
…
一
11
0

あ
る
い
は

H
ー

(O
.㊤㊤
㊤㊤
…
+
O

・OO
OO
…
H
)
11
0

と
表
記
さ
れ

て
も
、
こ
の

「無
限
小
」
の
ー
で
あ
る
今

の
集
積

と
し

て
、
経
過
が
説
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
飛
躍
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
よ
り

「働
き
の
あ
る
零
」
の

「働

き
」
と
は
何
で
あ
り
、
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そ
の
主
体
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
事
象

の
経
過
が
働
き
と
言
う
な
ら
、
経
過
は
時
間
に
依
る
の
で
は
な
い
、
事
象
の
運
動
故
に
時
間
が
創
出

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
時
間
の
故
に
事
象
の
進
行
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
。

「運
動
」
を
運
動
で
は
な

い
単
位
時
間
で
表
示
せ
ん
が
為
に
単
位
時
間
に
作
用
の
潜
在
力
を
込
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
時
間
自
体
に

進
行
や
経
過
の

「働
き
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
単
位
時
聞
自
体
が
次
々
に
継
起
し
て
経
過
す
る
能
力
を
持

つ
の
で
は
な
い
。

山

口
論
文
の
言
う
、
停
滞
し
た

〈時
〉
が
無
い
と
言
う
意
味
は
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
は
な
い
限
り
、
時
間
経
過
は
元
来
分
割
不
可

能
だ
と
言
う
意
味
で
は
な

い
。
た
だ
分
割
さ
れ
た
今
に
は
量
は
な

い
は
ず
な
の
に
、
量
と
し
て
実
体
化
さ
れ

て
お
り
、
停
滞
す
る
時
間
と

な
る
が
故
に
、
そ
れ
は
虚
構

(分
割

の
背
理
)
で
あ

っ
て
、
認
め
ら
れ
な

い
と
言
う
意
味
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
こ
で
は
、

時
間
経
過

(量
)

と
そ

の
分
割
は
、
時
間
が
空
間
と
距
離
と
、
そ
の
分
割
と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
無
限
分
割
が
分
割
で
あ
る
以
上
、
停

滞

の
あ
る

「現
在
」
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
経
過
と
い
う
概
念
に
対
し
背
理
に
陥
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
飛
ぶ
矢

の
反
対
、
ア
キ
レ
ス
と
亀
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
等
し
い
。
如
何
に
無
限
小
の
時
間
単
位
の
幅
で
運
動
に
接
近
し

よ
う
と
、
静
止
で
は
な
く
運
動
で
あ
る
以
上
必
ず
そ
の
時
、
進
行
し
て
い
る
。
無
限
小
の
時
間
単
位
の
高
速

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
持

つ
カ
メ
ラ

で
対
象
を
撮
そ
う
と
、
現
像
さ
れ
た
写
真
を
限
り
無
く
長
い
時
間
を
か
け
て
見
て
い
る
こ
と
は
さ

て
置
い
て
も
、
そ

の
時
間
の
幅
で
必
ず

運
動
は
進
行
し
て
い
る
。
写
真
は
厳
密
に
は
プ
レ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
運
動
に
今
度
は
分
割
可
能

(厳
密
に
は
可
能
性
で
あ
る
が
)
な

空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
到
達
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
無
限
の
漸
近
線
を
描
く
ほ
か
な

い
の
で
あ

る
。

線

上
の
点
に
対
応
し
た
時
間
上
の
今

(点
時
刻
)
が
始
点
と
終
点
を
有
し
て
い
る

(刹
那
滅
)
か
、
今
が

「時
問
的
分
量
を
も
た
な

い

今
」
か
、
こ
の
違

い
が
刹
那
説
批
判
の
根
拠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
静
止
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
と
言
う
あ
る
非
同

一
性
が
無
常
"

変
化

の
根
拠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
観
派
の
現
代
的
な
展
開
と
は
些
か
残
念
な
も
の
だ
と
言
う
ほ
か
な
い
。

論

文

〈2
>

の
所
説
を
も
う
少
し
考
え
て
お
き
た

い
。
論
文
に
言
う
、
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σ

先
験
的
に
は
、
虚
空
も
含
め
て
静
止
し
た
空
間
的
存
在
は

一
切
な
く
、
そ
れ
を
知
覚
さ
せ
る
停
滞
し
た

「現
在
」
も
実
在

し
な
い
。
.

わ
れ

わ
れ
は
知
覚
を
成
り
立
た
せ
る
為
に
、
刹
那
と
か
、
ほ
ん
の

一
瞬
と
呼
ば
れ
る
短
い
が
、
停
滞
し
た

「現
在
」
を
も

つ
。

〈時
〉
の
経

過
を
独
立
の
次
元
に
取
り
出
し
て
、
空
間
に
準
じ
て
伸
ば
し
、
分
割
し
て
単
位
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
経
過
〉
を
名
づ
け
て
言

う

だ
け
の

〈時
〉
に
と

っ
て
、
無
限
小
で
あ
れ
、
空
間
的
な
幅
に
相
当
す
る
停
滞
し
た
、
言
い
わ
ば
量
の
あ
る
実
体
的
な

〈時
〉
は
在
り

え
な
い
か
ら
、

「現
在
」
は
知
覚
の
為
に
虚
構
さ
れ
て
い
る

(2
1
58
頁
)

こ
う
し
て
山
口
論
文
は
、

「停
滞
す
る
も
の
」
は
存
在
せ
ず
、
「静
止
相
が
存
在
し
な

い
」
(2
-
68
頁
)
と
し
て
、
短

い
が
停
滞
し
た

「現

在

」
「今
」
が
虚
構

で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し

「現
在
」
を
、
瞬
間
、

一
念

つ
ま
り
点
時
刻
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
が
線
型
時
間
の

論
理
構
造
で
あ

っ
た
。
虚
構
し
か
所
有
し
得
な

い
知
覚
が
如
何
に

「静
止
し
た
空
間
的
存
在
は

一
切
な
い
」
と
知
り
う
る
か
は
問
わ
な

い
。

し
か
し
、
停
滞
し
た

「現
在
」
は
知
覚
の
為
に
虚
構
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
線
型
時
間
の
故
に
虚
構
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
厳
密
な

「今
」

の
要
求
は
、
点
時
刻
に
帰
着
す
る
が
、

こ
の
点
時
刻
こ
そ
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
秘
密
で
あ

っ
た
の
は
既
に
見
た
所
で
あ
る
。

「大
森
荘
蔵
の
語
を
借
り
れ
ば
、
線
形
時
間
が
人
間
の
制
作
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
時
間
の

「連
続
性
」

に
関
わ
る
疑
問
も
解
消
す
る
。
…
中
略
…
物
体
運
動
や
状
態
変
化

の
連
続
的
描
写
を
お
こ
な
う
た
め
に
要
請
さ
れ

る
が
た
め
に
時
間
軸

の

連
続
性
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
」
(『時
間
と
存
在
』
32
頁
)
の
で
あ
り
、
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
論
駁

し
た
山
口
説
が
言
う
よ

う
な
、
持
続
ゼ

ロ
の

「今
」
が
、
連
続
性
の
根
拠
な
の
で
は
な
か

っ
た
。

認
識
と
は
知
覚
を
線
形
時
間

の
図
表
に
沿

っ
て
分
断
11
配
置
す
る
事
で
は
な
い
。
知
覚
か
ら
認
識

へ
は
単
純
な
変
換
で
は
な

い
。
上
に

言
う
所
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
時
間
の
空
間
化
は
知
覚
が
要
求
す
る
も
の
で
は
な

い
。
全
く
論
理
上
の
要

請

と
結
論
か
ら
知
覚

の
方
が
錯
覚

で
あ
る
と
断
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
に
と

っ
て
は
そ
れ
自
体
で
は
時
間
で
す
ら
な
い
。

「
〈経
過
〉
を
名
づ
け
て
言
う
だ
け
の

〈時
〉
」
と
は
、
で
は
何
の
経
過
な
の
か
。
「さ

っ
き
」
か
ら

「
い
ま
」

へ
の
時

間
感
覚

(純
粋
持
続
)

か
、
あ
る
い
は

「さ

っ
き
」
か
ら

「
い
ま
」

へ
の
事
象
の
経
過
の
認
識
か
、
そ
れ
は
前
者
は
む
ろ
ん
、
後
者
も
時
間

限
定
を
持

っ
た
変
化
、



63仏 教 と時間論 一 大森荘蔵の時間論 を手がか りに 一

運
動

の
経
過
の
分
割
不
可
能
性
を
言
う
に
過
ぎ
な

い
。
運
動
に
は
瞬
間
闘
静
止
が
存
在
し
な
い
、
停
滞

の
な
い
今
H
時
と
言
う
認
識
は
運

動
の
分
割
不
可
能

の
反
映
と
言
え
る
が
、
時
間
は
変
化
を
観
察
す
る
形
式
で
あ
る
。
停
滞
の
な
い

「経
過
す
る
だ
け

の
今
」
を
構
成
す
る

点
と
し
て
の
今
が
不
可
能
11
無
意
味
で
あ
る
な
ら
、
で
は
停
滞
し
た

「現
在
」
は
有
り
も
し
な
い

「停
滞
す
る
実
体
的
な

「現
在
」
と
言

う
時
間
」
と
し
て
、
知
覚
の
た
め
の
虚
構
か
ど
う
か
。
知
覚
は
停
滞
し
た

「現
在
」
か
。

変
化
や
運
動
を
単
位
時
間
当
た
り
の
運
動

の
連
結
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
、

つ
ま
り
時
間
は
単
位
時
間
の
集
積
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
す
る
所
、
単
位
時
間
、
瞬
間
は
時
間
の
概
念
と
矛
盾
す
る
。
時
間
経
過
は
単
位
時
間
の
集
積
に

依

っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な

い
。
経
過
を
分
節
化
し
、
停
滞
さ
せ
想
起
す
る
こ
と
か
ら
時
間
は
成
立
す
る
。
む
し
ろ

「現
在
」
は

「認
識
」

の
為
に
虚
構
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
に
と

っ
て
の
現
在

の
ま
つ
最
初

の
現
れ
方
は
分
割
不
可
能
な
運
動
を
意
味
的
に
分
節

化
し
た
ゲ
シ

ュ
タ
ル
ト
、
単
位
時
間
に
依
る
分
割

で
は
な
く
、
意
味
的
に
分
割
さ
れ
た
性
格
の
運
動
で
あ
る
と
言
う
他
な
い
。

〈現
在
と
は
〉

大
森
荘
蔵
が
線
型
時
間

の
批
判
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
過
未
現
の
相
違
と
は
、
線
型
時
間

の
前
後
関
係
に
還
元
で
き
な
い
根
本
的
な
三

者
の
存
在
性
格
の
相
違
を
意
味
す
る
。
翻

っ
て
仏
教
は
、
確
か
に
三
世
の
相
違
を
認
識
し
て
、
そ
の
相
違
を
作
用
11
力
の
有
無
に
求
め
る

が
、
そ
れ
は
作
用
の
過
未
現
と
言
う
あ
る
種
の
循
環
論
に
陥

っ
て
は
い
な
い
か
。
三
者
の
存
在
性
格
の
相
違
が
、
三
者
の
現
出
の
様
相
の

具
さ
な
観
察
に
遡

っ
て
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
意
識
現
象
に
は
、
過
未
現
は
確
か
に
分
類
で
き
る
が
、
そ

の
現
出
の
様
相
は
無

秩
序

で
線
型
時
間
の
前
後
関
係
を
解
体
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
あ
る
操
作
を
経

て
よ
う
や
く

一
元
的
な
前
後
関
係
に
還
元
で
き
る
と
言
う

こ
と

で
あ
る
。
線
型
時
間
が
客
観
的
時
間
、
物
理
時
間
と
呼
ば
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
意
味

で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
も
、
三
世
九
世
十
世

の

一
念
融
摂
を
説
い
て
も
線
型
時
間
、
点
時
刻
と
し
て
の
時
間
記
述
に
留
ま
る
、

つ
ま
り
そ
の
論
理
的
難
点
を
抱
え
た
ま
ま
だ
と
、
筆
者

に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
経
過
す
る
だ
け
の

「今
」
が
真
実
の

「時
」
(2
1
64
頁
)
と
言
う
が
、
今
が
経
過
す
る
の
で
は
な
い
。
で
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は
我

々
の
所
有
す
る

「今
」
「現
在
」
と
は
何
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
所
、
今
や
点
は
時
間
の
経
過
や
線
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、

一
見
す
る
と
知
覚

の
仕
業
の
よ
う
に
見
え
る
、
そ
し
て
確
か
に
知
覚
を
媒
介
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
意
識

の
或

る
時
点
で
の
対
象

へ
の

関

心
、
志
向
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
は
こ
と
ご
と
く
そ
の
今

の
把
捉
に
失
敗
す
る
。
も
と
も
と
対
象

へ
の
志
向
性
以
上
で
は
な

い

「今
」
は
、
運
動
を
限
界
づ
け
る
認
識
で
あ
る
が
、
運
動
自
体
を
遮
断
す
る
の
で
は
む
ろ
ん
無

い
。
今
と
し
て
静
止
す
る
の
は
時
計

の

針

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
然
、
物
理
時
間
、
数
量
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
。

過
未
現
が
、
三
刹
那
に
還
元
さ
れ
る
の
は
論
理
の
要
請
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
遥
か
後
の
反
省
段
階

で
の
静
態
的

な
論
理
的
分
析
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
無

い
。
三
刹
那
を
過
未
現
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
過
去
化
さ
れ
た
現
在
と
し

て
現
在
に
現
象
し
て
い

る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
言
う
、

厳
密
な
意
味
で
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
三

つ
の
時
間
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、
厳
密
に
は
、
〈過
去
に

つ
い
て

の
現
在
、
現
在
に

つ
い
て
の
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
と
言
う
三

つ
の
時
間
が
あ
る
〉
と
言
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
こ
の
三

つ
は
魂

(精
神
)

の
う
ち
に
あ
る
な
に
も
の
か
な
の
で
あ
る
。
魂

(精
神
)
以
外
の
ど
こ
に
も
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
過
去
に

つ
い
て
の
現
在
と
は
記
憶
で
あ
り
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
直
観
で
あ
り
、
未
来
に

つ
い
て
の
現
在
と
は
期
待

(予
期
)
な
の
で

ゆ

あ

る
。
『告
白
』
第
十

一
巻

二
六
節

し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
現
在
の
様
態
に

つ
い
て
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
「現
在
と
し
て
の
時
間
が
三
つ
の
異
な
る
関
係
を
ふ
く

み
、
こ
の
関
係
を
も
と
に
三
つ
の
異
な
る
位
相
と
規
定
を
ふ
く
む
」
「今
に

つ
い
て
の
統

一
意
識
は
、
…
は
じ
め
か
ら
こ
う
し
た
三
位

一
体

　

と

し
て
構
成
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、

「あ
る
の
は
た
だ

一
つ
の
現
在
」
な

の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
在
は
、
時
間
的
に

「現
在
」

(胃
Φω
Φ暮
)

す

る
と
い
う
時
、
純
粋
な
形
で
は
絶
対
に
捉
え
ら
れ
な

い
。
厳
密
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
時
、
線
形
時
間

の
点
時
刻

と
言
う
錯
覚
に
陥
る
。

そ
れ

は
既
に
ど
こ
に
も
存
在
し
な

い
時
刻
で
あ
る
。

先

に

「経
過
す
る
だ
け
の
時
」
と
は

「経
過
す
る
だ
け
の
運
動
」
で
あ
る
と
言

っ
た
。
運
動
は
い
わ
ゆ
る
外
界

の
物
理
現
象

で
あ

っ
て



65仏 教 と時間論 一 大森荘蔵 の時間論を手 がか りに 一

も
よ

い
の
だ
が
、
停
滞
で
あ
れ
、
経
過
で
あ
れ

「現
在
」
は
経
験
さ
れ
る
。
「経
過
す
る
だ
け
の
運
動
」
を
知
覚
す
る
、
つ
ま
り

「知
覚

の

経
過

11
経
過
の
知
覚
」
こ
そ

「現
在
」
で
あ
り
、
「現
在
」
と
は

「知
覚

の
現
在
」
で
あ
る
。

「
現
在
」
の
特
権
的
な
性
格
は
、
現
在
の
捉
え
に
く
さ
と
表
裏
を
な
す
が
、
そ
れ
が
身
体
と
身
体
感
覚
に
根
ざ
す

こ
と
を
、

「わ
れ
わ
れ

の
現
在

の
現
実
性
は
、
身
体
の
現
在
の
状
態
に
あ
る
」
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
指
摘
し
て
い
た
。

現
在
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
ま
つ
局
在
す
る
具
体
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
に
開
か
れ
た
感
応
し
続
け
る
身
体
の
現
在
で
あ
る
。
身
体

だ
け
が
局
在
す
る
具
体
性
に
連
な

っ
て
い
る
、

つ
ま
り
現
在
を
生
き
て
い
る
。
そ
の
知
覚
"
身
体
と
は
、
生
け
る
身
体
が
世
界
に
開
か
れ

続
け

て
い
る
と
言
う
根
底
の
事
実
、
世
界
と
感
応
し
続
け
て
い
る
事
実
を
言
う
の
で
あ
る
。

そ

の
よ
う
な
身
体
と
身
体
感
覚

の
圧
倒
的
な
全
体
性
が
現
在
の
捉
え
難
さ

11
認
識
の
不
可
能
の
根
本
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
意
識
は

そ
れ
が
生
き
た
人
間
の
、
今
、
現
象
す
る
意
識
で
あ
る
以
上
、
す
べ
て
が

「現
在
」
で
あ
る
。
こ
の
現
在
が
知
覚
の
経
験
の
中
に
与
え
ら

れ

て
い
る
の
と
平
行
し
て
、
同
時
に
過
去
な
る
も
の
は
想
起

の
経
験
の
中

で
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
過
去
だ
け

の
問
題

で
は
な
い
。
過
去
と
し
て
の
現
在
、
未
来
と
し
て
の
現
在
と
、
想
起
の
内
容

(対
象
)
に
は
時
制
が
あ
る
の
に
、
意

識
現
象
は
依
然
と
し

て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
想
起
の
連
関
は
無
秩
序
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
言
語
H
意
識
と
言
う
現
在
に
あ

っ
て
、

想
起

の
内
容
は
過
未
現
の
時
制
を
持

つ
が
、
想
起
の
連
関
は
、
連
想
的

で
あ

っ
た
り
偶
然
で
あ

っ
た
り
す
る
。
昨
日
は
雨
だ

っ
た
、
明
日

は
晴

れ
る
だ
ろ
う
。
今
、
雨
が
降

っ
て
き
た
が
、
今
夏
は
雨
が
少
な
か

っ
た
等
々
の
言
語
H
意
識
で
、
過
未
現
が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
替
す

る
が
、
そ
れ
は
別
に
有
り
ふ
れ
た
我
々
の
意
識
で
あ
る
。
こ
の
時
制
が
乱
雑
に
交
錯
す
る
だ
け
で
経
過
の
方
向
を
持

た
な
い
、
全
く
の
無

秩
序

で
無
意
識
的
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
意
識
、

つ
ま
り
過
未
現
の
順
序
を
解
体
し
て
、
過
去
か
未
来
か
を
に
わ
か
に
分
類
で
き
な
い

想
起

と
し
て
現
象
し
て
い
る
無
秩
序
な
全
体
が
言
語
日
意
識
の
現
在
な

の
で
あ
る
。
た
だ
、
も
う

一
方
の
具
体
的
に
局
在
す
る
知
覚

11
身

体

の
現
在
が

(そ
れ
は
当
然
、
言
語
11
意
識
に
変
換

(認
識
)
さ
れ
る
が
)
言
語
11
意
識
に
時
制

(現
在
)
の
基
準

を
与
え
て
い
る
と
言

え
る
。
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む

ろ
ん
そ
れ
ら
は
更
に
統
合
さ
れ

て

一
個
の
人
格
的
な
全
体
と
な
る
が
、
我
々
の
今
の
関
心
で
あ
る

「現
在
」
と
言
う
現
象
に
あ

っ
て
は
、

「今
」
と
言
う
点
時
刻
を
排
除
す
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
身
体
感
覚
の
現
在
に
対
し
、
認
識
は
必
ず
遅
れ
る
、
あ

る
い
は
無
関
係
に
意
識

は
想
起
さ
れ
る
と
言
う
他
な
い
。
意
識
は
そ
も
そ
も
妄
想
的
で
あ
る
し
、
知
覚

11
身
体

の

「現
在
」
も
ま
た
意
味
的
に
分
節
さ
れ
る
運
動

の
断
片
な
の
で
あ

っ
て
、
点
時
刻

の

「今
」
な

の
で
は
な
い
。

だ
が
こ
の
と
き
当
然
だ
が
、
過
未
現
の
構
成
は
、
線
型
時
間
の
よ
う
な
配
置
か
ら
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
起
ち

現
れ
方
の
記
述
は
依
然
問
題
と
し
て
残

っ
て
い
る
し
、
そ
し
て
更
に
時
間

の
経
過
と
し
て
で
は
な
く
、
過
去
と
は
何
か
未
来
と
は
何
か
と

言
う
根
本
問
題
が
存
在
す
る
。

原
生
時
間
と
線
形
時
間
と
言
う
大
森
荘
蔵

の
定
式
化
に
沿

っ
て
、
線
形
時
間
の
持

つ
時
間
論
と
し
て
の
問
題
点
が
、
仏
教

の
時
問
理
解

の
内
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
て
き
た
。
次
に
は
線
形
時
間
に
替
わ
る
心
的
時
間
性
"
原
生
時
間

へ
の
定
礎
か
ら
、
原
生
時
間
と
言

っ

た
時
間
経
験
を
軸
に
、
仏
教
思
想
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
だ
原
生
時
間
と
線
形
時
間
の
関
係
、
厳
然
と
存
在
し
使
用
さ
れ

て
き
た
線
形
時
間
の
意
味
な
ど
、
い
く

つ
か
の
間
題
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
既
に
本
稿
の
課
題
を
越
え
る
。

そ
し
て
何
よ
り
大
森
荘
蔵
は
、
「過
去
と
は
文
字
通
り
の
夢
物
語
で
は
な

い
か
、
…
過
去
に
は
何
の
条
理
も
な
く
限
り
な
く
無
意
味
に
近

い
制
作
物
で
は
」
(『時
間
と
自
我
』
8
頁
)
な
い
か
と
問
い
、
「色
即
是
空

の
実
在
論
」
(『時
間
と
存
在
』
所
収
)

に
於
て
、

「わ
れ
わ
れ

に
許
さ
れ
る
の
は
空
無

の
過
去
か
程
々
の
過
去
」
で
あ
り
、
「過
去
は
空
無
で
あ
る
」
と
言
う
論
理
の
帰
結
か
ら

一
転
し
て
、
ヒ

ュ
ー
ム
の

言
う

「程
々
の
懐
疑
」
に
沿

っ
て
、

「そ
の
実
在

の
確
信
は
人
間
の
生
活
そ
の
も
の
に
あ
る
」
(同
書
麗
頁
)
と
称

し
て
原
生
時
間
の
問
題

提
起
に
も
関
わ
ら
ず
、
通
俗
時
間

へ
回
帰
撤
退
し
て
し
ま
う
。
「過
去
の
実
在
性
の
意
味
を
経
験
で
き
る
場
所
は
想
起

の
経
験
を
お
い
て
他

に
は
な
」
く
、
「過
去
は
空
無
で
あ
る
」
が

「わ
れ
わ
れ
は
空
無

の
過
去
を
捨

て
て
程
々
の
過
去
を
取
る
べ
き
だ
し
、
ま
た
そ
れ
を
と

っ
て

い
る
」

(同
書
㎜
ー
鋤
頁
)

「程
々
の
過
去
は
ま
た
実
は
空
無
の
過
去
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
色
即
是
空

の
過
去
と

呼
ぶ
の
は
決
し
て
誇
張

で
は
な

い
だ
ろ
う
」

「実
用
的
実
在
論
は
人
間
の
生
活
そ
の
も
の
」

(同
書
㎜
頁
)
だ
と
し
て
、
大
森
荘
蔵
は

「空
無

の
過
去
を
捨
て
て
程
々
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の
過
去
を
取
」

っ
て
、
そ
こ
か
ら
退
却
す
る
。
確
か
に

「程
々
の
懐
疑
」
「程
々
の
存
在
論
」
と
言
う
、
そ
の
事
実
は

「生
活
世
界
」
「存

在
の
自
明
性
」
や
、
人
間
の
世
界
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
頼
と
言
う
問
題
に
逢
着
し
て
し
ま
う
。
大
森
荘
蔵
の
翻
転
は

一
見
、
中
観
の
存

在
の
空
無
と
反
対
の
地
点
に
向
か
う
か
に
見
え
る
。

中
観
派
は
そ
れ
を
凡
夫

の
迷
妄
と
し
て
、
分
別
の
世
界
を
全
否
定
す
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
見
か
け
ほ
ど
の
相
違
は
な
い
。
中
観
派
の
徹

底
し
た
否
定
の
言
説

の
裏
に
無
自
覚
的
に
存
在
す
る

「生
活
世
界
」
や

「存
在
の
自
明
性
」
と
も
言
う
べ
き
、
人
間

の
世
界
に
対
す
る
絶

対
的
な
信
頼
を
自
ら
承
認
で
き
る
か
否
か
、
と
言
う
相
違
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
確
か
に
無
造
作
に
さ
ほ
ど
の
違

い
は
無

い
と
言

っ
て

は
い
け
な

い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
当
面
、
決
定
的
な
分
岐
点

で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

大
森
荘
蔵
の
実
用
的
実
在
論

へ
の
退
却
は
、
人
間
の
常
識
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
そ
の
限
り
で
は
フ
ロ
イ
ト
的
な
理
解
が
可
能

で
あ
る
。

つ
ま

り
フ
ロ
イ
ト
で
は
心
的
時
間
性
と
現
実
吟
味
の
時
間
性
と
言
う
二
つ
の
時
間
性
が
考
え
ら
れ
現
実
吟
味
11
客
観
時
間
、
物
理
的
時
間

と
言
う
物
象
化
と
、
そ
の

一
図
式
と
し
て
の
線
型
時
間
こ
そ
人
間
の
常
識
と
し
て
人
格
の
統

一
を
保
証
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
意
識
現
象

の
無
意
識

(心
理
的
事
実
)
と
常
識
の
時
間
と
言
う
対
立
に
解
消
さ
れ
て
、
心
理
学
と
な

っ
て
し
ま
う
。
た
だ
こ
こ
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、

大
森
荘
蔵
の
純
粋
持
続
や
原
生
時
間
と
言
う
時
間
経
験
に
優
位
を
置
く
構
成
と
異
な

っ
て
、
現
実
吟
味
11
客
観
時
間
を
人
格
の
統

一
を
保

証
す

る
役
割
を
持

つ
、

つ
ま
り
は
時
間
意
識
の
構
成
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、
心
理
的
時
問
を
原
生
的
な
も
の
と

見
る
必
要
は
な

い
と

考
え

て
い
る
と
言
え
る
。
人
間
は
そ
の
都
度
、
無
秩
序
な
原
生
時
間
の
対
象
化
、
統
合
化
を
行

っ
て
き
た
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
線
型
時

間
の
無

い
処
に
は
原
生
時
間
も
存
在
し
な
い
。
原
生
時
間
は
、
そ
れ
自
体
で
は
時
間
と
も
呼
べ
な
い
。
原
生
時
間
が
線
型
時
間
に
先
立

つ

と
言

え
る
か
、
ま
た
原
生
時
間
が
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
真
に
原
生
体
験
で
あ
る
か
と
言
う
問
題
は
、

一
方
の
線
型
時

間
の
論
理
的
難
点
を

自
覚

し

つ
つ
も
、
両
者
の
人
格
的
統
合
の
解
明
と
言
う
問
題
を
残
す
が
、
や
は
り
本
稿

の
課
題
を
越
え
る
。
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〈
仏
教
時
間
論

の
再
検
討
の
為
に
〉

哲
学
的
時
間
論

の
い
わ
ん
と
す
る
所
は
、
ま
ず
、
時
間
性
は
時
間
の
微
分
化
の
内
に
現
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
運
動
11
経
過
の
線
型
時
間
の
批
判
的
検
討
に
次
い
で
は
、
過
未
現
の
様
相
が
時
間
論
と
し
て
解
明
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
線
型
時
間

に
代
わ
る
過
未
現
の
記
述
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
増
し
て
我
々
に
は
、
仏
教
思
想
に
於
け
る
線
型
時
間

の
別
挟
が
必
要
で
あ
る
。

線
型
時
間

の
批
判
と
は
、
点
時
刻
の
不
可
能
と
過
未
現
の
現
出
様
態

の
再
検
討
と
言
う
論
点
に
集
約
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
純
然
た
る
論

理
上
の
存
在

で
あ
る
と
言
う
認
識
が
欠
如
す
る
と
き
思
わ
ぬ
誰
弁
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
の
如
き
時
間

の
問
題
は
仏
教
に
あ

っ
て
も

同
様
で
、
線
的
な
物
理
的
時
間
、
線
分
的
時
間
が
そ
の
時
間
意
識
を
支
配
し
て
い
る
以
上
、
線
形
時
間
と
点
時
刻

に
依
る
論
理
は
時
間
論

と

し
て
の
み
な
ら
ず
、
思
想
と
し
て
も
検
討
を
要
す
る
、
と
言
う
問
題
の
所
在
の

一
端
を
示
し
得
た
と
信
じ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
無
常
、

縁
起
、
空
、
業
、
因
果
、
三
世
と
言

っ
た
仏
教
の
基
礎
概
念
を

一
挙
に
流
動
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、

こ
の
点

で
は
中
観
派
も
例
外

で

は
な

い
と
言
う
の
が
、
仏
教
の
時
間
認
識
を
検
討
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
本
稿

の
そ
も
そ
も
の
動
機
で
あ

っ
た
。
経
過
と
し
て
の
現
在
に

微
分
的
な
刹
那
の
過
未
現
を
充
て
る
こ
と
は
、

一
見
厳
密
に
見
え
る
が
、
人
間
は
過
未
現
を
点
時
刻
の
経
過
と
し
て
体
験
す
る
の
で
は
な

い
。
現
在
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
内
に
、
過
未
現
の
想
起
に
、
「或
も
の
」
の
常
住
な
ら
ざ
る
を
知
る
の
で
あ
る
が

、
か
と
い
っ
て
無
常
の

解

明
は
そ
の
時
間
の
幅
を
持

っ
た
粗
雑
な
現
在
の
過
程
を
更
に
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
経
過
の
無

限
分
割
と
言
う
所
に
無

常

は
な
い
。
そ
れ
は
運
動
、
非
同

一
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
粗
雑
な
現
在
は
細
分
化
で
き
る
、
し
か
し
そ
の
と
き

認
識
の
対
象
と
な

っ
た

変

化
11
経
過
は
、
過
去
化
、
空
間
化
、
数
量
化
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
三
刹
那
に
過
未
現
を
仮
構
す
る
よ
う
な
誤
り
を
犯
す
の
で
あ
る
。

我
々
は
刹
那
滅
を
言
わ
ず
と
も
、
無
常
を
知

っ
て
い
る
。
ま
た
飛
去
す
る
矢
や
、
人
間
が
歩
く

こ
と
を
無
常
と
は
言
わ
な

い
。
現
在
と

い
う
特
異
点
を
あ
る
意
味
を
持

っ
た
時
間
と
し
て
、
同
時
に
知
覚

闘
身
体

の
問
題
と
し
て
考
え
る
、
む
し
ろ
返

っ
て
粗
雑
な
時
間
の
内
に

無

常
観
の
根
拠
は
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

そ
の
よ
う
な
現
代
の
時
間
論
と
の
対
話
が
仏
教
に
何
を
も
た
ら
す
か
、
今
は
ま
だ
予
測
も

つ
か
な
い
。
し
か
し
仏
教
が
現
代

の
思
想
で
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あ
る
為
に
は
、
時
間
論
と
の
対
話
は
避
け
ら
れ
な
い
課
題
の

一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈本
稿
の
前
段
と
し
て
、
仏
教
思
想
に
於
け
る
時
間
理
解

の
諸
類
型
を
簡
単
に
整
理
し
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
割
愛

し
た
。
そ
の
為
に

『中
論
』
の
諸
品
の
内
容
の
検
討
等
が
本
稿
か
ら
脱
落
す
る
な
ど
、
い
く

つ
か
の
点
で
問
題
の
所
在
を
明
確
に
出
来
な

か

っ
た
。
他
日
そ

の
欠
は
補
い
た

い
。〉

注

ω

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『自
然
学
』
第
九
章

(岩
波
書
店
版
全
集
巻
3
)
出
隆
訳
脇
頁

②

前
掲
書

螂
頁
。
鈴
木
照
雄

『初
期
ギ
リ
シ
ヤ
思
想
論
孜
』
二
玄
社
48
1
49
頁
参
照

③

鈴
木
照
雄

前
掲
書

17
頁

ω

ベ

ル
グ
ソ
ン

『時
間
と
自
由
-
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
(白
水
社
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
1
)
平
井
啓
之

訳
、
96
1
98
頁
参
照
。
中
島
義
道

「持
続
と
時
問
の
間
」
現
代
思
想
別
冊

『
ベ
ル
グ
ソ
ン
』
青
土
社

一㊤
罐

獅
頁

⑤

ベ

ル
グ
ソ
ン

『創
造
的
進
化
』
岩
波
文
庫
鋤
頁
、
そ
の
ほ
か
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
ゼ
ノ
ン
批
判
は
、
邦
訳
ベ
ル
グ
ソ

ン
全
集
巻

一

『時
間

と
自
由
』
鵬
頁
ー
7
頁
、
及
び
説
頁
注
解
参
照
。
市
川
浩

『
ベ
ル
グ

ソ
ン
』
講
談
社
文
庫

鵬
頁
参
照

(9) (8)(7)(6

市

川
浩

前
掲
書
鵬
頁

ベ

ル
グ
ソ
ン

高
橋
里
見
訳

『物
質
と
記
憶
』
岩
波
文
庫

m
頁
、

中
島
義
道

『時
間
と
自
由
ー
カ
ン
ト
解
釈
の
冒
険
1
』
晃
洋
書
房

思

想
』
Hゆ
Φ
ω加

漸
頁

大
森
荘
蔵

『時
間
と
自
我
』
青
土
社

Hり罐

8
頁

市
川
浩

前
掲
書

醜
頁
参
照

一㊤
緯

及
び
前
掲
論
文

蹴
頁
、
「現
在
と
過
去

の
間
」
『
現
代

↓
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(11)(10)(17)(16)(15)(14)(13)(12)

大
森
荘
蔵

「線
型
時
間
の
制
作
と
点
時
刻
」
『時
間
と
存
在
』
青
土
社

一
り濾

大
森
荘
蔵
の
論
点
は
こ
こ
に
ほ
ぼ
出
そ
ろ

っ
た
。
刹
那
滅
、
瞬
間
、
点
時
刻
の
不
可
能
H
ゼ
ノ
ン
批
判
は
、
『
時
間
と
自
我
』
㎜
頁
等

も
参
照
。
そ
し
て
こ
れ
は

一
人
大
森
荘
蔵

の
み
な
ら
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
既
に
兆
し
て
い
た
ゼ

ノ
ン
批
判

の
共
通
の
着
眼
点
で

あ

っ
た
。
木
村
敏

「時
間
の
問
主
観
性
」
『現
代
思
想
』
一り
り
ω
b

82
頁
参
照

市
川
浩

『
ベ
ル
グ

ソ
ン
』
講
談
社
文
庫

37
頁
、
悩
頁
参
照

鈴
木
照
雄

『ギ
リ
シ
ア
思
想
論
孜
』
二
玄
社

一㊤
○。bO

44
頁

ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス

『告
白
』
第
十

】
巻

二
六
節

『
世
界
の
名
著
』
中
央
公
論
姻
頁

E

・
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー

木
田
元
訳

『
シ
ン
ボ

ル
形
式
の
哲
学

(三
)
』
岩
波
文
庫

一㊤
逡

謝
頁
及
び
謝
頁

ベ
ル
グ
ソ
ン

『
物
質
と
記
憶
』
岩
波
文
庫
瑠
頁

市
川
浩

『ベ
ル
グ
ソ
ン
』
講
談
社
鵬
頁

藤
田
博
史

「フ
ロ
イ
ト
の
時
間
論
」
『
現
代
思
想
』
青
土
社

一㊤
りρ
ω

醜
-
鵬
頁
、
及
び
同

『幻
覚

の
構
造
』
青
土
社

H㊤
㊤ω
参
照


